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1１�　

①
「
書
斎
」
と
は
「
書
物
を
読
ん
だ
り
、
物
を
書
い
た
り
す
る
た
め
の
部
屋
」
の
こ
と
。

　
　

②�

「
眺
」
の
音
読
み
は
、
「
チ
ョ
ウ
」
で
あ
り
、
「
眺
望
（
遠
く
を
見
わ
た
す
こ
と
。
ま
た
、
見
わ

た
し
た
な
が
め
。
）
」
な
ど
の
熟
語
が
あ
る
。

　
　

③�

「
時
期
」
と
は
、
「
何
か
を
す
べ
き
と
き
、
あ
る
い
は
、
何
か
を
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る

と
き
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
時
期
尚
早
（
そ
の
事
を
実
行
す
る
に
は
、
ま
だ
時
が
早
過
ぎ
る
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
さ
ま
。
）
」
な
ど
の
四
字
熟
語
と
し
て
も
使
わ
れ
る
。

　
　

④
「
暗
黒
」
と
は
、
「
真
っ
暗
な
こ
と
。
全
く
光
の
さ
さ
な
い
こ
と
。
」
と
い
う
意
味
。

２�

「
入
れ
る
」
は
「
な
い
」
を
つ
け
る
と
「
入
れ
な
い
」
と
な
り
、
「
な
い
」
の
直
前
が
エ
段
に
な
る
こ

と
か
ら
、
下
一
段
活
用
の
動
詞
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
「
入
れ
る
」
は
接
続
助
詞
「
と
」
に

続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
終
止
形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

３�

「
包
」
と
い
う
漢
字
の
つ
く
り
に
そ
れ
ぞ
れ
の
部
首
を
つ
け
る
と
、
ア
「
胞
」
、
イ
「
砲
」
、
エ

「
泡
」
、
オ
「
飽
」
と
い
う
漢
字
が
完
成
す
る
。
ウ
の
み
漢
字
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４�　

空
欄
の
中
に
入
れ
る
漢
字
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
「
竹
」
で
あ
る
。
「
破
竹
の
勢
い
」
と
同
じ

よ
う
な
意
味
を
持
つ
言
葉
に
は
、
「
飛
ぶ
鳥
を
落
と
す
勢
い
」
も
あ
る
。

５�

「
よ
う
や
く
」
は
、
用
言
を
修
飾
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
「
副
詞
」
。
こ
の
文
で
「
よ
う
や
く
」
が

か
か
っ
て
い
る
文
節
は
「
な
っ
た
の
だ
と
」
で
あ
る
。

６�　

本
文
中
の
「
れ
る
」
は
、
受
け
身
の
助
動
詞
「
れ
る
」
で
あ
る
。
選
択
肢
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ア
は
動
詞

「
荒
れ
る
」
の
活
用
語
尾
の
「
れ
る
」
、
イ
は
尊
敬
の
助
動
詞
「
れ
る
」
、
ウ
は
自
発
の
助
動
詞
「
れ

る
」
、
エ
は
可
能
の
助
動
詞
「
ら
れ
る
」
の
一
部
、
オ
は
受
け
身
の
助
動
詞
「
れ
る
」
で
あ
る
た
め
、

オ
が
適
当
で
あ
る
。

７�　

「
ま
す
」
「
で
す
」
「
ご
ざ
い
ま
す
」
な
ど
は
丁
寧
語
で
あ
る
。
丁
寧
語
と
は
丁
寧
な
表
現
に
よ
っ

て
、
聞
き
手
や
読
み
手
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
敬
語
で
あ
る
。
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